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二
種
の
ま
れ
び
と
伝
承
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一、

ま
れ
び
と
伝
承
推
移
の
見
渡
し

折
口
一
恒
夫
の
「
ま
れ
び
と
論
」
は
、
古
代
の
資
料
を
川
い
て
、

そ
こ
か
ら
更
に
、
「
前
古
代
の
神
」
「
神
道
成
立
以
前
の
神
道
」
ま
で
を
も

視
野
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
一
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
戦
後
の
論
文
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
に
お
い

て
、
折
口
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

他
界
に
お
け
る
霊
魂
と
今
生
の
人
間
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
信
仰
を
、
最
純
正
な
形
と
信
じ
、
其
を
以
て
「
神
L

の
姿
だ
と
信
じ
て
来

た
の
が
、

日
本
の
特
殊
信
仰
で

其
が
極
め
て
切
実
に
、
祖
育
関
係
で
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
、
官
廷
神
道
で
あ
る
。
之
を
解
放
し
て
、
祖
先
と

子
孫
と
を
、
単
な
る
霊
魂
と
伊
豆
魂
の
姿
に
見
更
め
る
こ
と
が
、
神
道
以
前
の
神
道
な
の
だ
と
思
ふ
。

祖
先
は
海
の
彼
方
や
、
山
の
頂
遥
か
に
あ
っ
て
、
子
孫
の
為
に
、
邪
霊
の
禍
を
救
は
う
と
し
て
く
れ
て
ゐ
る
o
i
l
l
か
う
言
ふ
風
な
考
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へ
が
、
古
代
か
ら
近
世
の
地
方
邑
落
に
及
ん
で
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
祖
先
と
言
ふ
存
在
に
は
、
今
一
つ
先
行
す
る
形
が
あ
っ
た
。
他

界
に
ゐ
る
祖
商
関
係
か
ら
解
放
せ
ら
れ
、
完
成
し
た
霊
魂
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

前
古
代
と
古
代
の
神
道
の
相
違
を
、
祖
商
関
係
の
有
無
、
魂
か
ら
神
へ
の
推
移
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
信
仰
の
推
移
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

日
本
の
神
に
は
、
前
古
代
と
古
代
に
共
通
す
る
不
変
な
る
事
実
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は

「
ま
れ
び
と
」
と
一
五
う
名
葉
に
よ
っ

て
、
明
解
に
端
的
に
指
摘
さ
れ
得
て
い
る
。
即
ち
、
時
あ
っ
て
遥
か
彼
方
よ
り
来
り
臨
ん
で
、
村
人
の
生
活
を
幸
福
に
し
て
再
び
本
郷
に

還
っ
て
行
く
、
そ
う
し
た
来
訪
す
る
神
（
あ
る
い
は
魂
）

と
い
う
点
に
、

日
本
の
神
の
不
変
な
る
特
質
が
あ
っ
た
。

こ
の
論
考
で
は
、
時
あ
っ
て
村
々
に
来
訪
す
る
ま
れ
び
と
が
、
記
紀
神
話
や
地
方
の
伝
承
の
中
で
、

ど
の
様
な
記
憶
を
も
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
の
か
、

又
、
ま
れ
び
と
と
人
聞
が
ど
の
様
な
過
程
を
経
て
祖
育
関
係
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

い
わ
ば
「
神
道
成
立
以
後
の
古

代
」
の
ま
れ
び
と
の
種
々
相
を
分
析
す
る
事
に
、
第
一
の
目
的
を
お
く
。
大
ま
か
な
見
渡
し
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
古
代
伝
承
の
中
で
は
、

ま
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れ
び
と
が
必
ら
ず
し
も
ま
れ
び
と
で
な
く
な
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
村
人
の
生
活
を
幸
福
に
し
た
後
、
本
来
帰
還
し
て
い
く

は
ず
の
ま
れ
び
と
が
、
人
間
の
住
む
世
界
に
ど
っ
か
り
腰
を
落
ち
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
惜
し
ま
れ
な
が
ら
去
っ
て
行
く
故
に
、
神
を

恐
れ
る
気
持
も
、
愛
着
と
敬
意
の
か
げ
に
次
第
次
第
薄
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
が
、

ま
れ
人
は
、

そ
れ
程
親
近
感
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
様
に

な
っ
て
く
る
。

ま
れ
び
と
の
推
移
を
促
え
る
上
で
、
今
昔
物
語
巻
十
一
第
廿
四
に
象
徴
的
な
話
が
あ
る
。
仙
人
に
な
る
為
、
二
人
の
男
が
吉
野
龍
門
寺
に

箆
っ
て
一
心
に
修
業
に
ふ
け
っ
て
い
た
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
片
方
は
一
足
先
に
仙
と
な
っ
て
、
大
空
に
捌
け
上
っ
て
行
く
。
残
さ
れ
た
久
米

も
、
漸
く
努
力
が
実
っ
て
空
に
昇
っ
て
い
こ
う
と
し
た
。
以
下
、
古
典
大
系
本
よ
り
引
用
し
よ
う
。

・
（
久
米
が
）
空
昇
テ
飛

7

渡
ル
問
、
吉
野
河
ノ
辺
ニ
、
若
キ
女
、
衣

7

洗
ァ
立
ァ
リ
。
衣
ヲ
洗
フ
ト
テ
、
女
ノ
肺
蛭
マ
デ
衣
ヲ
掻
上
タ
ル
－
一
、
肺
ノ
白
ヵ
リ
ケ



ル
ヲ
見
テ
、
久
米
、

心
械
レ
テ
其
女
ノ
前
ニ
落
ヌ

O

其
後
、
其
女
ヲ
妻
ト
シ
ァ
有
リ

O

只
人
一
成
一
一
；
工
、
馬
ヲ
売
γ

ル
渡
ン
文
ニ
「
前
ノ
仙
、
久
米
」
ト
ゾ
書
テ
渡
シ
ア
ル

O

共
久
米
ノ
仙
、

イ
カ
ロ
ス
の
神
話
と
違
っ
て
、
神
に
も
な
り
得
ょ
う
と
し
た
そ
の
瞬
間
、
あ
ら
ぬ
所
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
地
上
に
失
遂
し
て
し
ま
っ
た

「
只
人
」
久
米
に
は
、
思
わ
ず
湧
き
上
っ
て
く
る
笑
い
と
奇
妙
な
好
意
を
禁
じ
得
な
い
。
「
前
ノ
仙
」
と
名
告
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
久

米
と
同
じ
く
、
地
上
に
住
み
つ
い
た
ま
れ
び
と
の
子
孫
も
亦
、

ま
れ
び
と
の
末
商
た
る
事
を
「
前
ノ
ま
れ
び
と
」

と
し
て
自
ら
喧
伝
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

以
下

ま
れ
び
と
が
た
だ
人
へ
と
変
容
し
て
い
く
道
筋
を
辿
る
こ
と
か
ら
論
を
お
こ
し
た
い
。

ま
れ
び
と
来
往
の
諸
相
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に
ほ
ど
り
の
葛
飾
早
稲
を
饗
す
と
も

そ
の
愛
し
き
を
外
に
立
て
め
や
も
（
側
）

誰
そ
こ
の
屋
の
戸
押
そ
ぶ
る
新
嘗
に

わ
が
背
を
遺
り
て
斎
ふ
こ
の
戸
を
（
揃
）

右
の
東
歌
二
首
は
、
刈
り
上
げ
祭
の
晩
に
ま
れ
び
と
が
来
臨
し
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
折
口
の
よ
く
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
れ
び

と
来
往
の
諸
相
を
語
る
に
は
、
刈
り
上
げ
の
夜
に
訪
ふ
祖
霊
を
本
来
比
較
す
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
蛇
神
や
雷
神
と
い
っ
た
自
然

神
は
、
本
来
小
さ
な
神
で
あ
り
、
土
地
の
精
霊
に
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
折
口
の
言
う
「
ま
れ
び
と
」
と
は
、
災
を
も
た
ら

す
そ
う
し
た
土
地
の
小
さ
な
神
や
精
霊
か
ら
、
村
人
を
救
う
為
に
訪
ず
れ
る
、
遠
来
の
大
き
な
神
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
併
し
、

ま
れ
び



と
の
属
性
が
向
上
し
て
至
上
神
を
生
み
出
す
よ
う
な
時
代
に
な
る
と
、
村
里
の
比
較
的
近
い
所
に
賂
関
す
る
小
さ
な
神
を
も
、
ま
れ
び
と
の

範
鴎
に
含
め
る
様
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
神
観
の
推
移
を
そ
う
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
祖
霊
の
印

象
の
窺
え
な
い
小
さ
な
ま
れ
び
と
来
訪
が
、
記
紀
の
中
で
数
多
く
語
ら
れ
て
い
る
事
実
も
納
得
で
き
る
。
三
輪
山
型
説
話
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
小
さ
な
ま
れ
び
と
語
三
輪
山
型
説
話
を
取
り
扱
っ
て
い
く
。

一
連
の
三
輪
山
型
説
話
に
目
を
通
し
て
、

ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
必
ず
や
神
と
人
間
の
女
と
の
聖
婚
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
類
型
に
限
ら
ず
、
他
の
ま
れ
び
と
来
訪
謂
も
殆
ん
ど
が
、
妻
求
ぎ
モ
テ
ィ

l
フ
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
折
口
は
、
先
の
東
歌
に
つ
い
て
次
の
様
に
解
釈
し
て
い
る
。

新
嘗
の
夜
は
、
豊
作
を
守
っ
た
神
を
家
々
に
迎
へ
る
た
め
、
家
人
は
す
っ
か
り
出
払
う
て
、

が
留
ま
っ
て
神
の
お
世
話
を
し
た
様
で
あ
る
。

た
だ
一
人
そ
の
家
々
の
処
女
か
、
主
婦
か
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つ
ま
り
、

一
家
の
主
婦
や
処
女
が
、
一
品
女
の
資
格
で
神
に
相
対
し
た
の
で
あ
る
。

一
夜
妻
と
し
て
神
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
ま
れ
び
と
来
訪

諦
と
し
て
の
三
輪
山
型
説
話
も
亦
、

そ
う
し
た
亙
女
の
印
象
を
語
る
伝
承
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
、
肥
前
国
風
土
記
松
浦
郡
の
条
に
記
録
さ
れ
る
摺
振
峯
伝
説
は
、
新
羅
鎮
圧
の
為
任
那
へ
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
大
伴
狭
手
彦
出
立

五
日
後
か
ら
、
残
さ
れ
た
妻
弟
日
姫
子
の
も
と
へ
、
容
止
形
貌
夫
狭
手
彦
に
瓜
二
つ
の
男
が
通
っ
て
く
る
話
で
あ
る
。
弟
日
姫
子
は
不
思
議

に
回
心
い

〔例

1
〕

縞
に
続
麻
を
用
ち
て
其
の
人
の
欄
に
繋
け
、
麻
の
随
に
尋
め
往
き
し
に
、
此
の
峯
の
頭
の
沼
の
辺
に
到
り
て
、

寝
た
る
蛇
あ

り
、
身
は
人
に
し
て
沼
の
底
に
沈
み
、
頭
は
蛇
に
し
て
沼
の
唇
に
臥
せ
り
き
。
忽
ち
人
と
化
為
り
て
、
即
ち
語
り
て
い
ひ
し
く
、



篠
原
の

弟
姫
の
子
ぞ

さ
一
夜
も

率
寝
て
む
時
や

家
に
く
だ
さ
む

時
に
、
弟
日
姫
子
の
従
女
、
走
り
て
親
族
に
告
げ
し
か
ば
、
親
族
、
衆
を
発
し
て
昇
り
て
看
る
に
、
蛇
と
弟
日
姫
子
と
、

並
び
に
亡
せ

て
存
ら
ず
。
こ
こ
に
、
其
の
沼
の
底
を
見
る
に
、
但
、
人
の
屍
の
み
あ
り
。
各
、
弟
日
女
子
の
骨
な
り
と
謂
ひ
て
、
即
て
、
此
の
峯
の

南
に
就
き
て
、
墓
を
造
り
て
治
め
置
き
き
。
其
の
墓
は
見
に
在
り
。

神
人
聖
婚
の
語
り
口
は
、

ど
れ
も
こ
の
摺
振
峯
伝
説
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
に
於
い
て
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
神
の
嫁

た
る
弟
日
姫
子
の
死
を
も
っ
て
、
結
末
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
摺
振
峯
の
南
に
あ
る
墓
の
由

つ
ま
り
、

百
襲
姫
の
死
に
よ
っ
て
箸
墓
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
、
れ
神
紀
の
伝
承
と
全
く
同
じ
こ
と
に
気
づ
く
。
試
み
に
、
山
川
神
紀
十
年
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来
伝
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

の
条
を
要
約
し
て
み
る
。

〔例

Y
〕

倭
迩
迩
百
襲
姫
命
は
、
夜
し
か
現
れ
な
い
夫
大
物
主
神
に
、

「
あ
な
た
の
美
麗
し
き
威
儀
を
見
た
い
。

で
き
る
こ
と
な
ら
、

ほ

ん
の
暫
く
で
も
、
明
旦
留
っ
て
欲
し
い
。
」
と
懇
願
す
る
。
妻
の
願
い
を
聞
き
と
ど
け
た
大
物
主
は
、

翌
朝
、

美
し
い
小
蛇
の
姿
と

な
っ
て
櫛
笥
の
中
に
留
ま
る
。
そ
れ
を
見
た
妻
は
驚
き
叫
ぶ
。
妻
の
狼
狽
ぶ
り
は
、
逆
に
夫
を
恥
じ
入
ら
せ
、
大
物
主
は
忽
ち
人
の
姿

と
な
っ
て
、
「
汝
、
忍
び
ず
し
て
吾
に
差
せ
っ
、
古
還
り
て
汝
に
差
せ
む
。
」
と
大
虚
を
践
み
渡
っ
て
三
諸
山
へ
登
っ
て
行
っ
た
。

人

取
り
残
さ
れ
た
妻
は
、
悔
恨
一
頻
り
な
ら
ず
、
空
を
仰
ぎ
見
た
後
、
急
居
す
る
。
そ
こ
に
あ
っ
た
答
の
為
、
妻
は
命
を
落
と
す
。
そ
し

て
葬
り
ま
つ
ら
れ
た
墓
が
、
箸
墓
で
あ
る
。



こ
こ
で
も
、
最
後
は
墓
の
由
来
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
を
迎
え
る
百
襲
姫
命
は
、

や
は
り
命
を
落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二
人
の
原
一
女
の
死
は
我
々
に
何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
が
、
通
っ
て
く
る
男
の
死
を
も
っ
て
終
結
す
る
、
後
世
の
昔
話
異
類
饗

と
の
大
き
な
違
い
で
も
あ
る
。
古
代
と
近
世
の
相
違
を
、
訪
ふ
者
と
迎
え
る
者
と
の
力
の
逆
転
（
神
の
零
落
）
と
し
て
整
理
す
る
の
は
容
易
で

あ
ろ
う
。
併
し
、
古
代
の
伝
承
が
、
原
一
女
の
死
を
も
っ
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
山
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
「
玉
依
姫
考
し

を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
神
が
、
白
羽
箭
な
り
串
な
り
を
以
っ
て
、
奉
仕
さ
せ
る
処
女
を
点
定
し
た
形
式
の
誇
張
化
と
云
う
事
に
な
ろ
う
か
。

兎
に
角
、
神
の
嫁
の
死
を
語
る
ま
れ
び
と
伝
承
が
あ
っ
た
事
を
述
べ
て
お
く
。

〔例
1
・
Y
〕
で
は
、

単

神
と
神
の
嫁
と
一
五
う
二
者
の
対
立
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
た
。
次
に
、
神
と
、
神
の
嫁
と
、
御
子
神
の
一
二
者
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の
関
係
を
語
る
ま
れ
び
と
伝
承
を
取
り
上
げ
て
み
る

Q

山
城
国
風
土
記
逸
文
れ
茂
社
の
縁
起
が
そ
れ
で
あ
る
。
賀
茂
県
主
の
一
族
の
祖
建
角

身
命
の
娘
玉
依
姫
が
、

石
川
瀬
見
の
小
川
で
川
遊
び
を
し
て
い
る
と
、
丹
塗
矢
が
流
れ
ド
っ
て
く
る
。
姫
は
そ
れ
を
家
に
持
ち
帰
り
、
床
の

辺
に
挿
し
て
お
く
。
す
る
と
、

そ
れ
が
為
姫
は
身
ご
も
り
、

や
が
て
、
賀
茂
別
活
命
を
産
む
心
外
祖
父
と
な
っ
た
建
角
身
命
は
、

そ
の
子
の

父
を
知
ろ
う
と
思
い
、
衆
人
を
集
め
楽
遊
を
開
く
。
以
下
原
文
を
引
用
す
る
。

〔例
2
〕

・

（
祖
父
は
賀
茂
別
雷
命
に
む
か
つ
て
）
「
汝
の
父
と
思
は
む
人
に
此
の
酒
を
飲
ま
し
め
よ
」
と
の
り
た
ま
へ
ば
、
即
て
酒

お
も

杯
を
挙
げ
て
、
天
に
向
き
て
祭
ら
む
と
為
ひ
、
屋
の
亮
を
分
け
穿
ち
て
天
に
升
り
き
。

別
雷
命
は

父
神
火
雷
神
の
住
む
天
上
へ
と
捌
け
上
っ
て
い
っ
た
。

〔例
1
〕
と
の
相
違
は
、
五
女
の
死
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。

逆
に
、

誕
生
が
語
ら
れ
て
い
る

Q

御
子
神
別
古
命
の
誕
生
で
あ
る
。

そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
御
子
神
が
父
神
の
住
む
世
界
へ
、
昇
天
し
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
御
子
神
は
、

ほ
玉
依
姫
か
ら
人
聞
の
血
を



受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
母
と
別
れ
て
、
神
の
血
筋
を
選
択
し
て
い
る
。

で
は
、

そ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
賀
茂
社
縁
起
に
、

ま
れ
び
と
伝
承
全
体
の
中
で
、
ど
う
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

賀
茂
社
は
、
現
在
で
も
、
上
社
と
下
社
の
二
つ
に
分
け
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
上
社
は
別
雷
命
を
紀
り
、
下
社
は
賀
茂
氏
の
祖
先
た
る
建
角
身

命
と
玉
依
姫
を
紀
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
杷
形
態
を
踏
ま
え
て
、
益
田
勝
実
氏
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

氏
族
の
始
祖
の
神
が
把
り
は
じ
め
た
神
（
上
社
の
こ
と
を
さ
す
）

と
と
も
に
、
氏
族
の
血
縁
を
も
神
と
し
て

と
い
う
の
は
、
こ
の
氏
族
が
こ
の
神
を
守
り
神
と
し
て
供
め
て
き
た

（

6
）
 

（
下
社
に
）
紀
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
と
言
う
。
こ
こ
で
は
、
確
か
に
、
祖
先
を
杷
る
信
仰
と
、
祖
先
の
記
っ
た
自
然
神
に
対
す
る
信
仰
と
、
二
種
類
の
信
仰
を

抽
出
で
き
る
。
賀
茂
氏
一
族
は
、
下
社
の
建
角
身
命
と
は
血
縁
上
の
紐
帯
を
有
す
る
が
、
上
社
の
別
雷
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
店

角
身
命
と
別
宙
と
は
、
単
に
「
杷
る
者
と
杷
ら
れ
る
者
し
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
を
整
理
す
れ
ば
、

ま
れ
び
と
火
雷
神
・
御
子
神
別
雷
命
と
、
建
角
身
命
・
王
依
姫
と
が
、
神
と
人
と
に
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
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」
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
〔
例

1
・
Y
〕
の
類
型
に
含
ま
れ
よ
う
。

併
し

原
一
女
が
御
子
神
を
宿
し
た
と
い
う
点
で

次
に
あ
げ
る

〔例
3
〕
の
三
輪
山
伝
承
と
積
集
合
を
な
す
。
こ
の
賀
茂
社
縁
起
は
、

そ
う
し
た
中
間
的
話
型
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
神
記
に
記
録
さ
れ
る
三
輪
山
伝
承
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

〔例
3
〕

容
姿
端
正
な
活
玉
依
姫
の
も
と
へ
、
比
ひ
無
く
「
形
姿
威
儀
」
な
壮
夫
が
タ
毎
通
っ
て
く
る
。
あ
る
時
、

父
と
ほ
は
娘
玉
依
姫

の
体
の
変
調
に
気
づ
く
。
夫
を
持
た
ぬ
身
で
あ
り
な
が
ら
、

ど
う
し
た
こ
と
か
と
娘
を
詰
問
す
る
。
娘
は
、

有
二
麗
美
壮
夫
づ
不
レ
知
一
一
其
姓
名



毎
レ
タ
到
来
、
共
住
之
問
、
自
然
懐
妊

と
答
え
る
。
父
と
母
は
、
娘
の
も
と
へ
夜
毎
訪
ふ
て
く
る
其
の
男
が
何
者
で
あ
る
か
知
ろ
う
と
思
い
、
娘
玉
依
姫
に
次
の
様
な
智
恵
を

さ
ず
け
る
。

以
ニ
赤
士
一
散
ニ
床
前

以
コ
問
問
蘇
紡
麻
一
貫
レ
針

刺
ニ
其
衣
欄
一

両
親
の
忠
告
通
り
に
実
行
し
た
姫
が
、

翌
朝
目
を
さ
ま
す
と
、
麻
は
残
り
三
勾
し
か
な
か
っ
た
。
（
こ
れ
が
三
輪
の
地
名
起
源
に
な
る
。
）

針
に
つ
け
た
麻
の
行
き
つ
く
所
は
三
輪
山
の
大
物
主
神
の
社
で
あ
っ
た
。

人
間
界
を
訪
れ
た
大
物
主
は
、
聖
婚
に
よ
っ
て
御
子
大
田
回
根
子
命
を
も
う
け
、
自
ら
は
神
の
地
へ
還
っ
て
行
く
。
し
か
も
、
こ
こ
で

は
、
他
界
の
父
神
と
母
の
手
元
に
残
っ
た
御
子
神
が
、
問
ら
れ
る
者
と
杷
る
者
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。
山
市
神
天
皇
の
夢
枕
に
立
っ
た
大
物

以
一
一
吾
児
大
田
田
根
子
－

令
ニ
祭
五
日
一
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主
神
は
、
次
の
様
に
語
る
。

則
立
平
失
。

（
崇
神
紀
七
年
二
月
）

我
子
大
田
田
根
子
を
し
て
祭
ら
せ
れ
ば
、
疾
疫
も
収
ま
り
、
海
外
の
国
も
自
づ
か
ら
帰
伏
し
て
く
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
配
る
者
た

る
御
子
神
が
同
時
に
又
、
三
輪
君
等
の
始
祖
と
な
っ
て
い
る
。

素
斐
鳴
尊
の
出
雲
来
訪
も
、
こ
の
型
の
ま
れ
び
と
伝
承
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
素
斐
鳴
尊
は
、
他
界
か
ら
訪
う
ま
れ
び
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
櫛
名
目
姫
は
活
玉
依
姫
と
同
じ
く
、

一
夜
妻
と
し
て
ま
れ
び
と
に
奉
仕
す
る
亙
女
で
あ
っ
た
ろ
う
。
御
子
は
根
国
へ
赴
い

た
父
神
と
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

（
ス
サ
ノ
ヲ
は
）
勅
し
て
日
は
く
、
「
吾
、
が
児
の
宮
の
首
は
、
即
ち
脚
摩
乳
・
手
摩
乳
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
紀
第
八
段
本
文
）



外
祖
父
母
を
し
て
、
吾
子
の
養
育
者
の
任
を
与
え
た
と
云
事
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
伝
承
は
、

ま
れ
び
と
が
他
界
に
去
っ
て
行
っ
て
も
、
紙
一
女
と
の
聞
に
御
子
神
を
残
し
て
い
る
。

〔例
2
〕
と
の
相
違
も
こ
こ
に

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
御
子
神
が
始
祖
と
な
っ
て
、

一
族
の
子
孫
を
殖
や
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
益
田
勝
実
氏
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら
ば
、

「
な
に
よ
り
も
考
え
て
み
る
べ
き
こ
と
は
、
自
分
達
は
そ
の
カ
ミ
の
血
を
う
け
た
も
の
だ
、

（

8
）
 

る
こ
の
伝
承
」
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

と
誇
る
神
人
通
婚
諸
と
し
て
の
始
祖
説
話
で
あ

〔例
2
〕
と
〔
例
3
〕
の
異
同
は
、

中
間
に
常
陸
国
風
土
記
の
哨
時
臥
之
山
伝
説
を
介
在
さ
せ
る
と
、
も
っ
と
明
瞭
に
浮
き
上
が
っ
て
く

る
。
こ
の
伝
承
は
、

ま
れ
び
と
た
る
雷
神
の
一
夜
妻
と
し
て
仕
え
た
努
賀
姫
が
、
身
ご
も
っ
た
末
に
小
蛇
を
生
む
話
で
あ
る
。

〔例
2
〕
賀

茂
伝
承
と
の
類
似
は
、
御
子
神
誕
生
に
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、

父
神
の
住
む
神
の
世
界
へ
湖
び
た
と
う
と
す
る
の
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、

御
子
神
は
失
敗
し
た
。
母
努
賀
姫
の
妨
害
を
う
け
る
か
ら
で
あ
る
。
賀
茂
伝
承
と
の
相
違
が
、
こ
こ
に
指
摘
で
き
る
。
即
ち
、

（

9
）
 

離
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
別
離
が
、
三
輪
山
伝
承
に
接
続
し
て
く
る
。

父
と
子
の
別

三
輪
山
型
の
ま
れ
び
と
来
訪
を
、
以
上
の
三
類
型
に
分
類
し
た
い
。
理
解
の
援
け
と
す
る
為
に
、

そ
れ
ら
を
次
の
様
に
パ
タ
ー
ン
化
し
て

み
る
。
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例
1 

1’ 、_J

〔例
2
〕

〔
補
例
〕仙

附
臥
之
山
伝
↓
本

（例
3

〕

fir 
グ〉

界

人
間
の
世
界

× ・1

-fi fflz[ 
の戸川
死｜

ゎ
il 
る

山中久

・
仰
，
ナ
仰
の
誕
生
と
外
天
が
一
ι
川
ら
れ
る
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が
、
人
川
内
的
刊
と
し
て
店
ら
れ
る



歴
史
学
と
民
俗
学
と
の
間
で
よ
く
議
論
さ
れ
る
、
氏
神
は
祖
先
神
か
否
か
と
云
う
問
題
が
あ
る
。
津
田
左
右
吉
以
来
、
歴
史
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
自
然
神
が
氏
神
化
し
て
き
た
も
の
だ
と
説
く
。
柳
田
国
男
は
祖
先
神
だ
と
説
く
。
右
の
図
か
ら
は
、
歴
史
学
と
民
族
学
の
争
点
で

あ
っ
た
、

ど
ち
ら
が
始
源
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
折
口
の
指
摘
す
る
小
さ
な
神
も
亦
祖
先
神
化
し
て
き
た
だ
ろ
う
と
す

（

H
）
 

る
経
路
だ
け
は
確
認
で
き
た
か
と
思
う
。
折
口
は
、
両
者
の
混
治
し
て
く
る
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
折
口
学
の
体
系

内
で
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
今
ま
で
三
類
型
と
し
か
表
現
し
て
こ
な
か
っ
た
三
者
の
ま
れ
び
と
伝
承
を
、

三
期
の
発
展
段
階
が
あ
っ
た
と
一
百

い
か
え
て
も
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ま
れ
び
と
伝
承
は
更
に
進
展
し
て
く
る
。
御
子
神
を
通
り
越
し
て
、

ま
れ
び
と
が
直
接
始
祖
と
同
一
視
さ
れ
る
様
に

な
っ
て
く
る
。
ま
れ
び
と
の
定
着
が
始
ま
る
。
こ
う
な
る
と
、
年
に
ま
れ
な
る
が
故
に
ま
れ
び
と
た
り
得
た
神
が
、

ま
れ
び
と
の
名
を
放
棄
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し
た
こ
と
に
な
る
。

一
節
で
述
べ
た
ま
れ
び
と
の
た
だ
人
へ
の
変
容
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
を
そ
う
し
た
視
点
で
考
え
て
み
た
い
。

」一一、

「
ま
れ
び
と
」

か
ら
「
た
だ
人
い
,,..,__ 

天
孫
降
臨
神
話
は
、
記
紀
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
異
伝
を
残
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
全
て
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
降
臨
神
－
一
ニ
ギ
尊

が
帰
還
せ
ざ
る
神
と
し
て
、
葦
原
中
国
に
定
住
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
前
ノ
仙
」
と
自
称
し
た
久
米
の
如
く
、
「
前
ノ
神
」
に
す
ぎ
な
く
な

る
。
つ
ま
り
、

た
だ
人
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
、

ニ
ニ
ギ
の
死
が
単
に
人
間
の
死
と
し
て
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
認

め
ら
れ
よ
う
。

日
本
紀
本
文
に
よ
れ
ば

久
に
あ
り
て
天
津
彦
彦
火
理
理
杵
尊
崩
り
ま
し
ぬ
。
因
り
て
筑
紫
日
向
可
愛
此
を
ば
撲
と
云
ふ
。
之
山
陵
に
葬
り
ま
つ
る
。

と
記
さ
れ
る
。

ニ
ニ
ギ
尊
は
、
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
、
半
ば
人
間
の
側
面
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
松
前
健
氏
は
次
の



様
に
指
摘
す
る
。

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
：
・
：
：
：
南
九
州
（
日
向
可
愛
山
陵
）

に
、
は
っ
き
り
と
神
陵
を
持
ち
、
神
社
に
は
杷
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、
神
陵
を
有
せ
ず
、
反
対
に
神
社
に
配
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
、
換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
信
仰
と
し
て
は
、
前
者
は

（臼）

人
間
の
英
雄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
神
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ニ
ニ
ギ
の
恒
久
的
な
定
着
と
、
死
が
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
ニ
ギ
を
た
だ
人
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う

で
は
、
パ
例

3
〕
の
ま
れ
び
と
と
考
え
ら
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
や
大
物
主
の
来
訪
と
は
、

ど
こ
に
差
違
と
類
同
が
あ
る
の
か
。

理
解
を
援
け
る

為
に
、
両
者
の
パ
タ
ー
ン
を
並
べ
て
考
え
て
み
よ
う
。

（
天
孫
降
臨
神
話
〕
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〔例
3

〕



右
図
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は

①
〔
例
1
〕
摺
振
峯
伝
承
と
違
い
、
両
者
と
も
神
と
氏
族
と
の
祖
商
関
係
を
語
る
伝
承
だ
と
い
う
こ
と
。

②
前
者
（
例
3
U
の
始
担
伝
承
は
、

ま
れ
ひ
と
と
一
血
女
と
の
聖
婚
に
よ
っ
て
で
き
た
神
の
子
が
、
始
祖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

⑥
後
者
の
段
階
で
は
、
訪
い
来
る
ま
れ
び
と
自
身
が
始
祖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

御
子
神
に
始
祖
を
求
め
る
よ
り
も
、
直
接
ま
れ
び
と
に
求
め
よ
う
と
す
る
伝
承
の
方
が
、

よ
り
始
祖
願
望
の
強
い
、

よ
り
整
閣
比
さ
れ
た
、

よ
り
政
治
性
の
反
映
し
た
神
道
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
れ
び
と
伝
承
に
必
ず
付
随
す
る
聖
婚
に
視
点
を
据
え
て
分
析
す
れ
ば
、
以
上
の
様
に
、
次
第
に
始
祖
求
心
的
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
だ

ろ
う
こ
と
、

そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、

ま
れ
び
と
の
常
在
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
、
伝
承
の
上
で
は
別
解
で
き
る
。
も
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と
も
と
、
神
と
人
間
と
の
問
に
祖
商
関
係
は
な
か
っ
た
と
す
る
折
口
説
を
以
上
の
様
に
整
理
し
た
い
。
そ
し
て
、
山
円
廷
神
道
の
独
自
性
は
、

伝
承
の
上
で
、

ま
れ
び
と
の
た
だ
人
化
が
一
早
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
る
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
他
界
と
人
間
界
と
の
往
来
の
為
方
は
単
純
な
組
み
合
せ
を
考
え
れ
ば
、
次
の
四
通
り
で
あ
る
。

他
界

人
間
界

山
山
山

μ
h
1

．，‘4
1
1
ι
a
E

，， 

人
11¥J 
界

① 

⑦ 

② 



③
は
浦
島
伝
説
、
④
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
な
ど
を
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
①
と
②
は
、
聖
婚
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を

前
提
と
し
て
、
①
か
ら
⑧
へ
の
通
時
的
展
開
と
し
て
把
握
し
て
き
た
。
始
祖
求
心
性
の
強
弱
か
ら
、
天
孫
降
臨
神
話
を
最
も
後
期
的
ま
れ
び

と
伝
承
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
次
の
様
な
反
省
が
必
要
か
も
し
れ
ぬ
。
も
と
も
と
ま
れ
び
の
来
訪
伝
承
に
は
、
①
「
U
L
の
型

と
②
「
↓
」

の
型
の
二
型
式
が
共
時
的
に
存
在
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
②
「
↓
」
の
ま
れ
び
と

伝
承
で
は
、
神
と
人
間
の
関
係
が
原
初
的
に
祖
育
関
係
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
降
臨
神
話
自
体
の
中
で
そ
の
こ
と
を
吟
味

し
て
み
よ
う
。

（日）

一
般
的
に
、
天
孫
降
臨
神
話
の
原
型
伝
承
と
し
て
、
逸
文
日
向
国
風
土
記
知
鋪
郷
の
穀
霊
降
臨
伝
承
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

天
津
彦
々
火
喧
々
杵
尊
、
天
の
磐
座
を
離
れ
、
天
の
八
重
雲
を
排
け
て
、
稜
威
の
道
別
き
道
別
き
て
、

日
向
の
高
千
穂
の
二
上
の
峯
に
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天
降
り
ま
し
き
。
時
に
、
天
陪
冥
く
、
夜
昼
別
か
ず
、

小
釦
と
日
ふ
も
の
二
人
あ
り
て
、
奏
言
し
し
く
、

「
白
玉
孫
の
尊
、

人
物
道
を
失
ひ
、
物
の
色
別
き
難
た
か
り
き
。
こ
こ
に
、
土
蜘
妹
、
名
を
大
組

尊
の
御
手
以
ち
て
、
稲
千
穂
を
抜
き
て
籾
と
為
し
て
、
四
方
に
投

げ
散
ら
し
た
ま
は
ば
、

必
ず
開
晴
り
な
む
」
と
ま
を
し
き
。

進
言
を
入
れ
て
、

ニ
ニ
ギ
尊
が
籾
を
投
げ
散
ら
す
と
、

ま
さ
し
く
天
空
に
日
月
が
照
り
輝
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
記
紀
神
話
と
同
じ

く
確
か
に
神
の
降
臨
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
降
臨
神
一
一
ニ
ギ
尊
に
は
、
穀
霊
の
印
象
が
濃
く
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。
収
穫
儀
礼
と

支
配
者
儀
礼
の
両
側
面
を
持
つ
大
嘗
祭
と
降
臨
神
話
の
相
関
性
を
考
え
た
時
、
風
土
記
の
こ
の
条
を
原
型
と
す
る
三
品
説
は
、
充
分
納
得
で

き
る
。
だ
が
、
祖
育
関
係
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

つ
ま
り
、
②
「
↓
」

の
型
の
ま
れ
び
と
伝
承
が
①
「
U
」
と

共
時
的
に
存
在
し
得
た
と
し
て
も
、
古
型
に
は
や
は
り
祖
育
関
係
が
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。



記
紀
神
話
や
風
土
記
の
中
に
は
、
も
う
一
神
穀
霊
の
印
象
を
濃
く
残
す
神
が
い
る
。
少
彦
名
神
で
あ
る
。
し
か
も
、

日
向
降
臨
の
一
一
ニ
ギ

伝
承
と
殆
ん
ど
同
じ
モ
テ
ィ
l
フ
か
ら
な
る
記
録
が
、
風
土
記
に
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
播
磨
風
土
記
に
は
、

稲
種
山

大
汝
命
少
日
子
根
命
二
柱
神

在
二
於
神
前
郡
担
岡
里
生
野
山
今
「
望
一
一
見
此
山
三
五
、
彼
山
者

当
レ
置
一
一
稲
種
－

即
遺
一
一
稲
種

積
ニ
於
此
山
－

々
形
亦
似
一
一
稲
種
一

故
号
日
ニ
稲
種
山
一

又
、
出
雲
風
土
記
に
は
、
飯
石
郡
多
繭
郷
の
条

所
レ
造
ニ
天
下
一
大
神

大
穴
持
命
与
一
一
須
久
奈
比
古
命
一

巡
一
一
行
天
下
－
時

稲
種
堕
一
一
此
処
－

故
云
レ
種

少
彦
名
も
日
向
国
風
土
記
の
一
一
ニ
ギ
と
同
じ
く
、
農
耕
の
由
来
を
語
る
伝
承
群
の
中
で
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

必
ず
し
も
本
郷

へ
の
帰
還
が
付
随
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
で
は
、
最
初
か
ら
②
「
↓
」
の
神
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

有
二
粟
島
一

み
の
り
て
ほ
た
り
き

少
日
子
命
蒔
レ
粟
草
分
実
離
々

即
載
レ
粟
弾
一
一
渡
常
世
国
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逸
文
伯
吉
国
風
土
記
に
次
の
様
な
記
事
が
あ
る
。

伯
者
日
国
風
土
記
日

相
見
郡

々
家
西
北
有
一
一
余
戸
里

故
云

一
一
粟
島
一
也

こ
こ
で
は
、
少
彦
名
の
常
世
帰
還
が
、
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
古
事
記
で
は
、
神
産
巣
日
神
の
子
と
し
て
少
彦
名
は
語
ら
れ
て
い
る

が
、
大
穴
牟
遅
と
国
を
作
り
堅
め
た
後
、

や
は
り
常
世
田
へ
渡
っ
て
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
少
彦
名
の
来
訪
伝
承
に
二
種
類
あ
る
わ
け
だ
が
、
本
来
神
迎
え
と
神
送
り
の
両
方
が
語
ら
れ
る
の
が
正
式
で
あ
り
、
原

型
に
近
い
伝
承
で
あ
っ
た
ろ
う
。

日
向
国
風
土
記
の
原
降
臨
神
話
に
も
、
本
来
神
帰
還
の
伝
承
が
付
随
し
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

つ
ま

り
、
天
係
降
臨
神
話
に
お
け
る
ニ
ニ
ギ
の
機
能
と
、
少
彦
名
の
機
能
の
共
通
性
に
着
目
し
た
時
、
②
「
↓
」
の
伝
承
は
、
本
来
①
「

U
」
の

神
帰
還
が
脱
落
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
共
時
的
信
仰
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。



四

二
種
類
の
ま
れ
び
と
伝
承

三
品
彰
英
氏
は
「
天
孫
降
臨
神
話
異
伝
考
」
に
お
い
て
、
天
孫
成
婚
段
に
異
伝
が
少
な
い
こ
と
、
内
容
豊
富
で
入
念
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
全
体
の
構
成
の
中
で
は
普
遍
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
期
的
伝
承
に
全
く
語
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
但
し
紀

本
文
・
第
六
書
を
早
期
的
、
古
事
記
・
紀
第
一
書
を
後
期
的
と
し
た
上
で
の
指
摘
で
あ
る
。
後
期
的
伝
承
紀
第
一
書
に
は
、
こ
の
聖
婚
が
語

ら
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
聖
婚
の
語
ら
れ
る
降
臨
神
話
を
初
期
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
口

三
品
氏
が
原
型
降
臨
神
話
と
す
る
知
鋪
の
地
名
説
話
に
、
聖
婚
は
窺
え
な
か
っ
た
。
少
彦
名
の
来
訪
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
三
輪
山

型
伝
承
の
ま
れ
び
と
と
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
穀
霊
の
来
訪
に
は
、
聖
婚
が
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
三
輪
山
型
に
あ
っ

て
は
、
最
も
古
型
と
思
わ
れ
る
摺
伏
之
峯
伝
承
に
も
、
神
に
奉
仕
す
る
不
一
女
と
の
聖
婚
が
主
要
な
モ
テ
ィ
l
フ
と
な
っ
て
お
り
、
三
輪
山
型
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全
体
の
中
で
普
遍
的
な
要
素
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
穀
霊
の
来
訪
に
は
一
切
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
記
録
を

残
す
少
彦
名
で
は
あ
る
が
、
一
必
女
と
の
聖
婚
は
皆
無
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

少
彦
名
と
大
汝
命
の
関
係
を
、
改
た
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
少
彦
名
の
来
訪
を
語
る
伝
展
の
全
て
が
、

必
ず
大
汝
命
を
登
場
さ
せ
て
い

る
。
古
事
記
で
は

大
国
主
神
、
出
雲
の
御
大
の
御
前
に
坐
す
時
、
波
の
棺
よ
り
天
の
羅
摩
船
に
乗
り
て
、
鵡
の
皮
を
内
剥
に
剥
ぎ
て
衣
服
に
為
て
、

Hmり

来
る
神
有
り
き
。

と
し
て
、
大
国
主
神
と
の
出
会
い
を
語
っ
て
い
る
。
少
彦
名
は
、
三
輪
山
型
の
ま
れ
び
と
の
様
に
、

玉
依
姫
に
よ
っ
て
奉
仕
を
う
け
る
ま
れ

び
と
で
は
な
く
、
期
に
よ
っ
て
奉
仕
を
う
け
る
ま
れ
び
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
天
係
降
臨
神
話
に
あ
っ
て



も
、
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の
奉
仕
を
享
け
る
以
前
に
、
国
主
事
勝
国
勝
長
狭
と
の
出
会
い
を
語
る
伝
承
の
存
在
も
気
に
な
っ
て
く
る
。
穀
霊

の
来
訪
を
一
家
の
男
主
人
が
歓
待
す
る
能
登
地
方
の
ア
エ
ノ
コ
ト
も
注
意
さ
れ
る
。

議
論
を
も
と
に
戻
そ
う
。
大
田
田
根
子
登
用
の
過
程
か
ら
、
到
の
奉
仕
の
あ
り
え
た
事
を
考
え
て
み
よ
う
。
円
以
神
紀
を
簡
単
に
要
約
し
て

み
る
。

／＼  

年

国
内
の
乱
れ
を
憂
ひ
て
、
宮
廷
内
に
並
べ
祭
つ
で
あ
っ
た
天
照
大
神
と
倭
大
国
魂
二
柱
の
神
を
、
別
々
に
祭
る
こ
と
に
し

た
。
天
照
大
神
は
、
豊
鍬
入
姫
命
を
し
て
笠
縫
巳
に
祭
ら
せ
る
。
倭
大
国
魂
神
は
、
一
昨
名
城
入
姫
命
を
し
て
祭
ら
せ
る
。

「
然
一
浮
名
城

入
姫
、
髪
落
体
痩
而
不
レ
能
レ
祭
。
」

大
国
魂
神
が
、
淳
名
城
入
姫
の
奉
仕
を
拒
否
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
七
年
に
な
っ
て
も
災
の
鎮
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

（
七
年
春
）

天
皇
が
神
浅
茅
原
に
て
卜
問
い
を
す
る
と
、

百
襲
姫
に

Mm依
し
た
大
物
主
神
が
「
若
能
敬
一
一
祭
我
一
者

必
当
日
平
突
」
と
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託
山
口
一
す
る
。
天
皇
は
、
教
の
通
り
に
大
物
主
神
を
祭
杷
し
た
。
し
か
る
に
、
「
猶
於
レ
事
無
レ
験
」
と
あ
る
。

（
七
年
秋
）

天
皇
を
は
じ
め
と
し
た
何
人
か
の
夢
の
中
に
、
大
物
主
が
現
わ
れ
る
。
「
以
一
一
大
国
々
根
子
命
一

為
下
祭
一
一
大
物
主
大
神
－
之

主

亦
以
一
一
市
磯
長
尾
市
一

為
ド
祭
一
倭
大
国
魂
神
一
主
ヒ

必
天
下
太
平
突
。
」
と
告
げ
る
。

（
七
年
十
一
月
）

お
告
げ
の
通
り
に
、
大
田
田
根
子
を
し
て
大
物
主
を
祭
ら
せ
、
長
尾
市
を
以
っ
て
大
国
魂
を
祭
ら
せ
る
。
そ
の
後
閏

内
は
漸
く
鎮
ま
り
、

五
穀
も
豊
か
に
実
る
。

七
年
春
に
大
物
主
が
、
天
皇
の
祭
配
を
拒
否
し
た
理
由
は
容
易
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
白
ら
の
子
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で

あ
る
。

で
は
、
六
年
に
淳
名
城
入
姫
の
奉
仕
を
拒
否
し
た
大
国
魂
の
真
意
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
尾
市
と
大
国
魂
と
の
関
係
は
、

明
瞭
で
は
な
い
。

た
だ
結
果
と
し
て
、
神
が
返
女
の
奉
仕
よ
り
も
、
現
の
奉
仕
を
欲
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
つ
の
例



証
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

兎
に
角
、
神
と
．
亙
女
と
の
出
会
い
が
、
三
輪
山
型
伝
承
に
お
け
る
祖
商
関
係
発
生
の
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
取
女
と
の
出
会
い

を
持
た
ぬ
ま
れ
び
と
は
、
祖
育
関
係
と
無
縁
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
あ
れ
程
系
譜
意
識
濃
厚
な
記
紀
神
話
に
あ
っ

て
、
祖
商
関
係
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
神
は
、
少
彦
名
の
他
に
殆
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
ο

極
め
て
特
見
な
存
在
で
あ
る
。
吉
井
厳
氏
は
、
少

彦
名
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
る
。

ス
グ
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
神
が
す
ぐ
れ
て
著
名
な
常
世
神
で

（日）

あ
り
、
記
紀
神
話
大
系
に
と
っ
て
も
っ
と
も
不
都
合
な
性
格
を
も
っ
た
神
で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
神
が
神
統
譜
や
氏
族
祖
先
系
譜
に
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

併
し
、
異
質
で
あ
る
が
故
に
皇
統
譜
や
氏
族
の
祖
先
系
譜
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
と
す
る
結
論
に
は
、

ま
だ
考
慮
の
余
地
が
あ
ろ
う
ο

記
紀
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不
都
合
な
性
格
と
は
、
高
天
原
に
全
て
の
系
譜
を
収
数
さ
せ
よ
う
と
す
る
記
紀
の
理
念
と
異
な
る
、
常
世
神
の
性
格
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

は
、
異
質
な
る
神
と
異
質
な
る
神
の
信
奉
者
に
、

い
か
に
し
て
恭
順
の
怠
を
お
こ
さ
せ
る
か
、

い
か
に
し
て
自
己
の
神
話
体
系
に
と
り
込
む

の
か
に
最
大
の
苦
心
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
少
彦
名
だ
け
を
そ
の
例
外
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
少
彦
名
だ
け

が
、
記
紀
神
話
の
論
理
か
ら
は
み
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
吉
井
氏
の
言
わ
れ
る
様
に
、
常
世
神
と
い
う
水
平
方
向
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
も

一
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
配
る
者
と
杷
ら
れ
る
者
と
の
関
係
が
固
定
し
た
ま
ま
、
祖
商
関
係
を
も
っ
た
信
仰
に
発

展
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
、

そ
の
理
由
が
あ
る
。

で
は
、

な
ぜ
発
展
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
穀
主
で
あ
る
少
彦
名
に
対
す
る
接
し
方
が

（
少
く
と
も
伝
承
の
上
で
）
、
蛇
体
の
神
や
雷
神
に
対
す
る
杷
り
方
と
相
違
し
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
口
座
女
と
の
聖
婚
伝
承
が
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
所
に
｜
｜
つ
ま
り
、
始
祖
求
心
的
欲
求
を
満
た
す
契
機
が
、
こ
の
ま
れ
び
と
に
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
少
彦
名
を
特
定
の
氏
族



と
結
び
つ
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
少
彦
名
が
皇
統
譜
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
理
由
ー
ー
と
い
う
よ
り
、
皇
統
譜
と
没
交
渉
で
あ
っ

た
理
山
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、

ま
れ
び
と
伝
承
に
は
、
二
種
類
の
分
類
が
可
能
と
な
る
。

一
、
聖
婚
の
付
随
す
る
伝
承
。
言
い
換
え
れ
ば
、
息
女
の
奉
仕
の
印
象
が
濃
厚
な
も
の
。

二
、
聖
婚
を
伴
な
わ
な
い
ま
れ
び
と
伝
承
。
言
い
換
え
れ
ば
、
到
に
よ
る
奉
仕
を
伺
わ
せ
る
も
の
。

三
品
氏
は
、
古
い
降
臨
伝
承
ほ
ど
聖
婚
を
強
調
し
て
い
る
と
す
る
が
、
穀
霊
の
印
象
を
と
ど
め
る
ま
れ
び
と
は
、
朔
れ
ば
朔
る
程
亙
女
と

は
無
縁
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
聖
婚
を
伴
わ
な
い
ま
れ
び
と
に
、
聖
婚
を
伴
う
ま
れ
び
と
の
印
象
が
混
入
し
て
き
た
結
果
、
天
孫
降
臨
神
話
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が
発
生
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
信
仰
の
複
合
し
て
き
た
系
路
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
孫
降
臨
神
話
は
、
生
産

者
儀
礼
と
支
配
者
儀
礼
の
か
ら
み
あ
っ
た
大
嘗
祭
と
関
係
深
い
と
さ
れ
る
が
、
狭
義
の
支
配
者
起
源
な
ら
ば
、
三
輪
山
伝
承
で
も
語
ら
れ
て

い
る
。
大
田
田
根
子
は
、
氏
の
支
配
者
と
し
て
の
正
当
性
と
権
威
を
、
神
の
御
子
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
見
い
だ
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

併
し
、
こ
こ
に
は
、
生
産
者
儀
礼
・
収
穫
儀
礼
と
い
っ
た
も
の
の
印
象
が
、

い
さ
さ
か
も
窺
え
な
い
。
逆
に
、
少
彦
名
の
来
訪
伝
承
に
は
、

支
配
者
起
源
と
の
接
点
が
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
少
彦
名
が
一
夜
妻
た
る
亙
女
の
奉
仕
を
う
け
ぬ
神
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
す
る
推
測

は
、
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。
天
孫
降
臨
神
話
は
、
そ
う
し
た
二
つ
の
ま
れ
び
と
伝
承
が
互
い
に
印
象
を
持
ち
込
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
発

生
し
て
き
た
、
も
っ
と
も
後
期
的
段
階
の
ま
れ
び
と
伝
承
で
あ
っ
た
ろ
う
。

折
口
信
夫
は
「
古
代
人
の
思
考
の
基
礎
」

に
お
い
て
、
天
皇
と
后
の
二
重
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
后
は
、
信
仰
的
に
は
神
の
妻

で
あ
る
が
、
現
実
に
は
天
皇
の
妻
で
あ
る
。
天
皇
は
神
の
御
言
持
ち
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
’
Hr井
で
も
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
二



重
性
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
ま
れ
び
と
伝
承
が
合
流
し
た
時
に
生
じ
た
、
合
流
し
き
れ
な
か
っ
た
屈
折
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
収

穫
儀
礼
と
し
て
の
大
嘗
祭
で
、
天
皇
は
穀
霊
を
迎
え
る
大
己
責
即
ち
親
の
役
割
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
支
配
者
儀
礼
に
あ
っ
て
、
天
皇
は

神
即
ち
玉
依
姫
に
相
対
す
る
大
物
主
で
あ
り
、
木
花
之
開
耶
姫
に
対
す
る
ニ
ニ
ギ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
の
二
重
性
の
由
縁
を
、
こ

う
し
た
二
つ
の
ま
れ
び
と
伝
承
の
混
入
し
た
結
果
の
儀
礼
の
混
乱
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

五

ま
と
め
！
｜
見
え
る
神
と
見
え
ぬ
神
に
つ
い
て
の
疑
問
ー
ー
ー

古
代
の
ま
れ
び
と
伝
承
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
祖
商
関
係
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
本
来
は
、
神
と
人
と
の
間

に
祖
商
関
係
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
云
事
は
確
認
で
き
た
。
又
、

そ
の
分
析
の
過
程
で
、
古
代
の
ま
れ
び
と
を
伝
承
の
上
で
見
る

拍同、
3
4
 

一
節
で
引
用
し
た
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」
に
は
、
二
つ
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
前
古
代
の
ま
れ
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限
り
、
二
種
類
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
こ
と
も
説
明
で
き
た
か
と
思
う
。

び
と
が
、
祖
育
関
係
は
も
た
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
世
で
円
満
な
人
生
を
送
っ
た
も
の
の
霊
魂
で
あ
る
こ
と
、

一
つ
は
、
前
古
代
と
古
代
の
ま

れ
び
と
の
違
い
は
、
非
人
格
神
で
あ
る
魂
か
ら
、
人
格
神
へ
の
推
移
に
あ
る
こ
と
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
前
者
を
確
認
す
る
為
に
は
、
三
節

で
分
類
し
た
往
来
④
「
↑
」
の
型
と
①
「

U
」
の
型
の
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
余
祐
が
な
か
っ
た
。
後
者
の
指
摘
を
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
見
え
ぬ
神
か
ら
見
え
る
神
へ
の
信
仰
推
移
と
云
事
に
な
ろ
う
。
少
彦
名
が
去
っ
た
後
、

一
人
浜
辺
で
愁
ひ
て
い
る
大
国

主
の
も
と
へ
、
海
を
光
し
て
依
り
来
る
神
が
あ
っ
た
。
幸
魂
・
奇
魂
で
あ
る
。
見
え
ぬ
神
か
ら
見
え
る
神
へ
の
推
移
を
示
す
一
例
で
あ
ろ

う
。
又
、
大
物
主
の
「
も
の
」
は
、
本
来
人
格
を
具
え
て
い
な
い
、

目
に
見
え
な
い
精
霊
に
す
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
蛇
体
と
し
て
の

他
界
身
と
、
現
人
神
と
し
て
の
姿
を
与
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
過
程
に
、

や
は
り
、
見
え
る
神
へ
の
信
仰
推
移
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か



も
し
れ
な
い
。

当
初
、
こ
の
見
え
る
神
か
ら
見
え
ぬ
神
へ
の
推
移
を
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
両
者
の
存
在
を
指
摘
し
得
て
も
、
両
者
の
通
時

び
と
と
を
、

的
展
開
を
説
明
す
る
為
の
論
理
の
組
み
立
て
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
そ
の
両
者
の
ま
れ
び
と
と
、
四
節
で
指
摘
し
た
二
種
の
ま
れ

ま
れ

ど
う
整
理
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
云
う
問
題
も
残
っ
た
。
例
え
ば
、
非
人
格
神
と
い
っ
た
見
え
な
い
神
の
時
代
に
は
、

び
と
と
一
必
女
と
の
聖
婚
が
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
為
に
は
、
聖
婚
を

伴
わ
ぬ
神
か
ら
、
伴
う
神
へ
の
通
時
的
展
開
を
、

ま
ず
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
も
一
概
に
は
論
じ
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

以
上
、

日
本
人
の
神
観
念
に
つ
い
て
の
筆
者
の
疑
問
点
を
ま
と
め
と
し
た
い
。

注（
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）
 

（

2
）
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折
口
信
夫
全
集
第
十
六
巻
P
抑

J

P
初

原
文
は
「
責
：
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
系
木
頭
注
に
よ
り
、
「
売
ヶ
ル
」
と
改
め
た
。

折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
「
古
代
生
活
の
研
究
」

p
u
l
p
お

同
右
P
M

古
典
文
学
大
系
風
土
記
よ
り
引
用

『
秘
儀
の
島
』
所
収
「
久
遠
の
童
形
神
」

p
m
よ
り
引
用
。
な
お
、
（
）
内
の
注
は
、
皆
川
に
よ
る
。

同
右

p
m
「
結
局
、
下
社
と
上
社
と
は
、
配
る
者
と
耐
ら
れ
る
者
の
関
係
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

同
右

p
m

こ
の
御
子
神
が
始
祖
と
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
那
賀
郡
の
条
で
は
、
次
の
様
に
記
す
。

「
：
：
：
・
：
子
不
v
得
v
昇
因
留
ニ
此
峯
一
所
v
盛
全
車
今
存
ニ
片
岡
之
村
一
其
子
孫

ι
v
社
致
v
祭

其
子
孫
の
意
味
す
る
所
が

1
1
；L
A
、
，
付

4

－

H刑
判
’

h
W
1
1
V
M快

L



（日）
（日）

（ロ）
（口）

。
努
賀
彦
・
努
賀
姫
の
子
孫
な
の
か

。
御
子
神
の
子
孫
な
の
か

判
然
と
し
な
い
。

最
近
の
こ
う
し
た
研
究
と
し
て
、
下
出
積
与
氏
「
神
先
神
成
立
の
社
会
的
基
盤
」

1
9
5
5
年
3
号
『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
所
収

多
く
の
論
考
で
述
べ
て
い
る
が
、
一
例
と
し
て
「
古
代
生
活
の
研
究
」
八
節
を
あ
げ
て
お
く
。

『
日
本
書
紀
研
究
』
第
四
冊
所
収
「
大
嘗
祭
と
記
紀
神
話
」

p
m

ニ
ニ
ギ
尊
と
穀
霊
と
の
関
係
は
、
古
事
記
伝
以
来
種
々
説
か
れ
て
い
る
。
又
、
知
鋪
郷
の
い
い
承
と
の
関
連
を
説
く
研
究
と
し
て
三
品
彰
英
氏
の
論

文
集
第
一
巻
『
日
本
神
話
論
』

p
m
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

論
文
集
『
建
国
神
話
の
諸
問
題
』
所
収

p
m

『
万
葉
』

mm
号
所
収
「
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
ノ
神
ー
ー
ー
神
統
譜
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
神
｜
｜
」

15 14 

注

こ
の
論
考
は
、
昭
和
五
十
二
一
年
一
月
捉
出
の
修
士
論
文
を
も
と
に
、
整
血
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
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